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中
国の
世
界
戦
略と
その
自
己
中心
的
体
質は、
当
面の
軍事膨
張と
な

っ
て
両
岸
関
係やア
ジ
ア
の
周辺
地
域に
脅
威
を
も
た
ら
しつ
つ
あ
る。

中

嶋

嶺

雄

東京外国語大学前学長

な
ぜ
「
新
冷
戦」

な
の
か

＼ 

現
代の
中
華
世
界 、
あるい
は
東ア
ジ
ア
をめ
ぐる
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
非
常に
重
要
な
段
階

に
なっ
て
きてい
ま
す 。
その
場
合に
と
か
く
忘れ
ら
れ
が
ち
なこ
と 、
あるい
は
政
府 、
マ
ス

コ
ミ
など
に
おい
て
も
十
分
認
識
さ
れ
てい
ない
欠
落
部
分が
あ
り
ま
す 。
そ
れ
は
何か
とい
う

と 、
アジ
ア
に
は
まだ
冷
戦
構
造が
歴
然と
存
在し
てい
る
とい
う事
実で
あ
り
ま
す 。
こ
の
辺

を
き
ちん
と
押さ
え
て
お
か
ない
と 、
今
後 、
さ
ま
ざ
ま
な
問題に
対処
する
ための
土
台が
ゆ

らい
で
し
ま
うの
で
は
ない
か
と
思い
ま
す 。

ご
存
じの
よ
うに
東
西
冷
戦は 、
ベ
ル
リン
の
壁の
崩
壊に
よっ
て
終
駕し 、
西
側の
勝
利と

し
て
歴
史に
記
さ
れ
ま
し
た 。
し
か
し
冷
戦とい
うの
は 、
いっ
て
み
れ
ば
共
産主
義・
社
会主

義と
自
由主
義・
資
本主
義と
の
闘い
で
あ
り 、
その
非
戦
闘
的
な
あら
ゆる
対立
を
冷
戦と
し

て
き
た
わ
けで
すか
ら 、
現に
ア
ジ
ア
で
は
隣の
中
華
人
民
共
和
国は
依
然と
し
て
共
産
党の
独
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職後の日米関係とこれからの在り方

政
策の
要で
あ
り
続
け
る
こ
と
は 、
当
分の
間
変わ
りは
ない 。
「
米

国と
日
本の
安
全
保
障
同
盟は 、
米
国の
ア
ジ
ア
戦
略の
礎
（い
し
ず

え）
で
ある」
と
ジョ
セ
フ・
ナ
イ
は
述べ
てい
る 。

ク
リン
トン

大
統
領が
訪
日
し
て
橋
本
首
相と
東
京で
日
米
安
保
共

同
宣
言を
行っ
た
の
は 、
九
六
年四
月の
こ
と
だっ
た 。
同
宣
言は
政

策の
重
点が
安全
保
障
面で
の
協力
体
制の
強
化に
シ
フ
ト
し
た
こ
と

が 、
特に
明
確に
示
さ
れ
た
宣
言で
あっ
た 。
冷
戦
後の
アジ
ア
に
お

ける
中
国の
勢
力
拡
大 、
朝
鮮
半
島の
平
和と
安
定に
対
する
情
勢
不

安な
ど
は 、
地
域の
安
定
を
脅か
す
大
き
な
要
因で
ある
と
する
考え

が
根
底に
あっ
た 。
首
脳
会
談で
は 、
グロ
ーバ

ル
かつ
太
平
洋
地
域

に
お
け
る
日
米
両
国のパ
ー
ト
ナ
ー
シッ
プ
と 、
「
安
全
保
障に
関
す

る
日
米
共
同
宣
言
二
二
世
紀に
向
けた
同
盟
関
係の
再
確
認」
の
二

つ
が
語い
上
げら
れ
た ロ
こ
の
宣
言の
中で
ク
リン
トン
と
橋
本は
米

軍に
対
する
平
時の
日
本の
支
援の
拡
大 、
東ア
ジ
ア
で
有
事
が
発生

却

園軍軍軍重量

世
界
の
資
源、

人
口、

環
境
の
現
状
と
将
来
を、

科
学
の
変
遷
を
通
じ
て
考
え
る。

二

十

し
た
際の
日
米そ
れ
ぞ
れの
役
割の
明
確
化 、
軍
事
関連
技
術の
移
転

を
め
ぐる
よ
り
緊
密な
協力
関
係の
構
築 、
国
際
的
な
安全
保
障
政
策

全
般
につ
い
て
日
米
両
国の
よ
り
緊
密な
調
整
作
業といっ
た
段
階
的

処
置
を
通
じ
て 、
日
米
両
国の
同
盟
関係を
再
興させ
石こ
と
を
明
言

し
た 。九

七
年
九
月
に
は
新ガ
イ
ド
ラ
イン
に
関
す
る
日
米
合
意
が
な
さ

れ 、
九
八
年四
月に
は
両
国が
日
米
物
品
役
務
相互
提
供
協
定
（A
C

S
A）
改
訂
協
議に
調
印 、
九
九
年五
月に
は
周
辺
事態
安全
確
保
法

が
成
立
し
た 。

そ
し
て
先に
述べ
た
ア
lミ

テ
lジ・
レ
ポ
ー
ト

で
ある 。「日
米同

盟に
よ
り
大
き
く
貢
献し 、
よ
り
対
等なパ
ー
トナー
に
なろ
うと
積

極
的に
なる
日
本を
歓
迎
する」
と
あるこ
の
レ
ポ
ー
ト

『日
米の
成

熟し
たパ
ー
ト
ナ
ー
シッ
プ
に
向
けて』
を
実
質
化
さ
れ
てい
くこ
と

が 、
新
世
紀の
日
米
同
盟の
課
題で
あ
り 、
進
むべ
き
方
向で
あろ
う 。
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と
や
か
くい
わ
れ
る
筋
合い
で
は
ない
と 、
ま
ずはっ
き
り
淡々
とい

うべ
きこ
と
は
当
然で
す 。

も
う一
つ 、
A
級
戦
犯の
合
認につ
い
て
も
も
ち
ろ
ん）
中
国にい

わ
れ
るこ
と
で
は
ない 。．A
級
戦
犯とい
うの
は 、
東
京
裁
判
史
観に

よ
る
もの
だ
とい
う意
見
も
も ，ちろ
ん
あ
り
志
す 。
し
か
し 、
その
こ

と
も
含め
て
A
級戦
犯
だ
けが
悪い 、
あと
の
多くの
戦
没
者は
正
L

い
とい
う
形で
日
本の
指
導
者が
嫡
国
問
題
を
と
ら
え
る
と
する
と 、

こ
れ
は
大
変
な
間
違い
で
す 。
と
い
うの
は 、
靖
国
問題へ
の
中
国へ

の
対
応は 、
ま
さに
先ほ
どい
い
ま
し
た
よ
うに
中
国
共
産
党の
イ
デ

オロ
ギ
ー
と
世
界
戦
略に
則っ
てい
ま
す 。
こ
れ
は
ま
さに
中
国の
人

民
史
観 、
階
級
闘
争
史
観
なの
で
す 。

悪い
の
は一
握
りの
資
本
家
反
動
分
子で 、
あと
は
全
部
正
しい 。

大
衆は一
握
りの
悪
質な
資
本
家に
だ
ま
さ
れ
てい
る 、
そ
れ
が
階級

の
敵
なの
だ
とい
う
論理と
同
じ
で
す 。
もし 、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る

と
する
と 、
あの
戦
争とい
う
もの
が
もっ
てい
た一
体
感を
あ
ざむ

くこ
と
に
なる 。
こ
の
点は
当
時の
私は
国
民
学
校三
年生の
と
きに

終
戦で
すか
ら 、
よ
く
憶え
てい
ま
す 。
そ
れ
を
全
部過
去
を
因
数
分

解し
て 、
悪い
の
は一
部の
者だ
とい
うい
わ
ば
非
現
実
的
な
歴
史の

総
括に
な
る 。
こ
れは
避
け
な
けれ
ばい
け
ない 。
絶
対に
やっ
て
は

い
け
ない 。．

し
か
も
戦
争とい
うの
は 、
どこ
か
ら
時
期を
く
ぎ
る
か
に
よっ
て

評
価
も
変る
もの
なの
で
す 。

日
清・
日
露の
戦
争か
ら
太
平
洋
戦
争まで
すべ
て
が
日
本の
侵
略

だ
と
は
と
て
もい
九
ない 。
し
か
し 、
今の
よ
うな
太
平
洋
戦
争
観な

り 、
日
中
戦
争
観で
歴
史の
解
釈が
決
まっ
て
し
ま
うと 、
日
清・
日

露
も
すべ
て
悪い
の
は一
握
りで
全
部日
本が
侵
略し
た
とい
うこ
と

に
なっ
て
し
ま
う 。
こ
の
よ
うに
歴
史の
解
釈
権を
他
国に
委ね
る
と

い
うこ
と
は
大
変なこ
と
で
あ
り
ま
す 。
こ
こ
は
間違
え
ない
で
くだ

さい ロ
小
泉さ
ん
自身は
私の
よ
うな
考え
を
持た
ない
で 、
もっ
と

単
純か
もし
れ
ませ
ん
し 、
もっ
と
シン
プル
に
た
だ
戦
没
者を
慰霊

し
たい
とい
う
純粋
な
気
持
ち
か
もしれ
ませ
ん
が 、
少
な
くと
も
そ

の
背
景と
し
℃ど
の
こ
と
を
十
分押さ
え
て
お
か
ない
と 、
中
国の
階

級
闘
争
史
観 、
「
人
民の
敵」
の
論理
に
よっ
て
日
本の
歴
史
が
ゆ
が

め
ら
れ
て
し
ま
うこ
と
に
な
る 。
こ
れ
は
非
常に
重
要
な
問
題だ
と
思

い
ま
す 。

も
ちろ
ん 、
日
中
間に
は
死生
観の
違い
も
あ
り
ま
す 。
中
国の
場

合は 、
ひ
と
た
び
悪
人に
さ
れ
ま
すと 、
死ん
で
も
断
罪さ
れつ
づ
け

ま
すが 、
日
本人は
死し
て
成
仏
する 。
こ
こ
に
も
中
国人との
大
き

な
違い
が
あ
り
ま
す 。

そ
れ
ら
をふ
くめ
て
考え
ね
ば
な
り
ませ
ん
が 、
こ
の
よ
うに
変
動

しつ
つ
ある
中
華
世
界に
対し
て
は 、
ま
さに
日
本
側がい
か
に
主
体

性を
持つ
か
が
重
要で
あるこ
と
を
強
調し
て
話を
終わ
らせ
てい
た

だ
き
ま
す 。

（
以
上
は二
O
O一
年七
月二
十
八
日
に
東
京で
行わ
れ
た
日
華
文

化
協会主
催の
国
際シン
ポ
ジ
ウム
「
台
湾
海
峡
両
岸
関係と
日
米
安

全
保
障」
で
の
基
調
講演を
全
面
的に
補正
し
た
もの
で
あ
り
ま
す 。）



代に
は
じ
まっ
てい
るの
で
す 。

特に
八
0
年
代の
初
頭に
な
り
ま
すと 、
ご
存じの
よ
うに「
侵
略」

か
「
進
出」
か
とい
う
第一
次の
教
科
書
問
題
が
起
り 、
さ
ら
に八
五

年の
中
曽
根
首
相の
公
式
参
拝以
来 、
中
国はこ
の
問
題で
非
常に
や

っ
かい
なこ
と
をい
い
は
じ
め
て
い
ま
す 。
中
曽
根さん
自
身は 、
あ

あい
う立
場の
人で
すし 、
ある
種の
確
信を
もっ
て
靖
国
神
社
を
参

拝し
た
ん
だ
ろ
うと
思い
ま
す 。

とこ
ろ
が 、
その
前に
胡
煙
邦
さん
が
来日
し 、
日
中
青
年三
千
人

の
友
好
運
動
など 、
ム
ー
ド

がい
い
と
見ら
れ
た 。
そ
して
中
曽
根さ

ん
が
参
拝し
た 。
こ
れ
に
対し
て
北
京は
もの
すご
く
反
発
し
たの
で

す 。
そ
れ
で
参
拝し
た
あと 、
そこ
が
中
曽
根さん
の
風
見
鶏の
ゆ
え

ん
か
も
し
れ
ませ
ん
け
れ
ど 、
初
志
貫
徹し
な
かっ
た 。
中
国の
抗
議

に
出
会っ
て
翌
年に
は
靖
国
参
拝を
と
り
や
め
に
し
た 。
確か 、
一
九

八
六
年 、
昭
和六
十一
年の
こ
と
で
す 。

こ
うい
う状
況の
中で
当
時は 、
靖
国
問
題をめ
ぐっ
て
も 、
朝日

新
聞は
も
ちろ
ん
北
京の
立
場に
同
調し 、
読
売
新
聞は
読
売
綱
領が

あ
り
朝
日と
は
違
うと
当
時の
読
売の
社
説は
主
張し
てい
た
に
もか

か
わ
ら
ず 、
ど
ち
ら
か
とい
うと
中
国の
主
張を
理
解
する
立
場で
し

た 。
産
経
新
聞だ
けが
中
国の
主
張に
反
対し
てい
たの
で
す 。
こ
の

点で
は
中
曽
根さん
の
責
任は
大
きい
と
思い
ま
す 。
今で
は
石
原
都

知
事といっ
しょ
に
なっ
て 、
日
本の
未
来を
憂え
る
よ
うな
お
話を

さ
れ
ま
す
けれ
ど 。

靖
国
神
社へ
の
参
拝は
毎
年
ずっ
と
続い
て
きたこ
と
で 、
こ
れは

日
本の
圏
内の
問
題で
ある
と
はっ
き
りい
え
ば
そ
れで
済む
は
ずで

す 。
李
登
輝さん
の
来日につ
い
て
も
そ
うで
す 。
に
もか
か
わ
ら
ず

相
手
側の
意
向を
慮っ
て
迎
合しよ
うと
する
よ
うなマ
スコ
ミ
や一

部の
政
治
家 、
こ
れは
決し
て
無
視で
き
ませ
ん 。
今の
教
科
書
問
題

も
そ
うで
す 。
従っ
て 、
こ
れ
は
日
本の
内
政
問
題で
中
国
や
韓
国に
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す 。
かつ
て
台
湾
海
峡に
も
何
回か
危
機が
あ
り 、
先
年の
李
登
輝
さ

ん
の
総
統
選
挙の
と
きに
は
中
国がミ
サ
イル
で
成
圧
し
た
た
め
に
横

須
賀か
ら
米空
母
イン
デペ
ン
デン
ス
が
出てい
き
ま
し
た 。
その
場

合、
李
登
輝
総
統は 、
す
ぐその
事
実を
知っ
た
の
で
す
けれ
ど 、
あ

の
と
きに
水や
食
料を
どこ
で
調
達
し
た
か
とい
うと 、
日
本で
調
達

し
てい
る
わ
けで
す 。

し
か
し
な
が
ら 、
危
機一
髪 、
も
し
も
万
が一
戦
闘に
な
れ
ば 、
こ

れ
は
も
うた
ちどこ
ろ
に
し
て
集
団的
自
衛
権とい
う
問
題にぶつ
か

る
とい
う
現
実が
あっ
た
の
で
す 。

当
時 、
私は
日
本の
新
聞
や
テ
レ
ビ
が
ど
の
よ
うに
報
道
する
か 、

毎日 、
注
目
し
て
お
り
ま
し
た
が 、
ニ
ュ
ース

は
オ
ウム
真
理
教の
問

題 、
住
専の
問題
ば
か
りで
した 。
し
か
し 、
気づ
か
な
け
れ
ば
な
ら

ない
の
は 、
あの
と
きは
ま
さ
に
ワシン
トン
と
東
京と
台
北が 、
李

登
輝
さ
ん
の
言
葉でい
え
ば
「
国
際
自
由
陣
線」
とい
う
形で
結ぼ
れ・

た
こ
と
で
す 。
今 、
日
本は
外
交
上
表
向
きに
は
台
湾と
防
衛上の
協

議は
で
き
ませ
ん
が 、
ま
さ
に
自
由と
民主
主
義が
非
常に
重
要だ
と

い
うこ
と
を
考え
ま
すと 、
あの
中
国の
ミ
サ
イル
に
対し
て
は 、
つ

ね
に
専
門
家
集
団な
り 、
い
ろい
ろ
な
形で
の
安全
保
障上
の
協
議を

し
て
お
か
ない
と 、
い
ざとい
うと
きに
大
変
なこ
と
に
な
る 。
その

点で
も 、
日
本
自
身が
集
団的
自
衛
権の
問
題
につ
い
て 、
はっ
き
り

し
た
対
応が
迫
ら
れ
るの
で
す 。
そ
れ
と
と
もに
台
湾と
日
本と
アメ

リカ
と
の
聞に
安全
保
障上の
協
議が
行わ
れ
る
チャ
ネル
を
考え
な

けれ
ば
な
ら
ない 。

お
そ
ら
くプッ
シュ
政
権は 、
その
点で
か
な
りの
覚
悟が
ある
と

思い
ま
す 。
そ
の
覚
悟に
対し
て
日
本や
台
湾の
側の
土
台が
ゆ
れ
て

きてい
る
よ
うで
は
困
り
ま
す 。

明ら
か
に
今日の
北
京は
脅
戚で
す 。
その
脅
威を
踏み
越
え
る
外

交をつ
くっ
てい
く必
要が
あ
りま
す 。
そ
れ
は
た
と
え
ば 、
犯
罪を

輸出
する
と
か 、
海
洋
調査
を
は
じ
め
と
する
領
海侵
犯で
ある
と
か 、

さ
ま
ざ
ま
な
反
応か
ら
し
て
大
陸
中
国の
脅成 、
あるい
は
中
国
大
陸

の
環
境の
破
壊
が
ア
ジ
ア
の
周
辺
諸
国
を
含め
て
脅
成
に
なっ
てい ，

る 。
そ
れ
に
対し
ては
冷
戦が
終
結
する
まで 、
き
ちん
と
備え
るべ

きだ
と
私は
考え
てい
ま
す 。

とこ
ろ
が 、
わ
が
国の
政
府の
対応は 、
こ
の
辺
が
不
充分と
し
か

思
え
ない 。
小
泉
首
相
も
非
常に
頑
張っ
てい
る
よ
うで
す
け
れ
ど 、

中
国や
アジ
アの
問題 、
あるい
は
朝
鮮
半
島の
問題につ
い
て
どこ

まで
深い
認
識が
あるの
か
とい
う
点で
は 、
か
な
り
疑
問で
す 。
そ

の
点で
は
李
登
輝
さん
の
来日に
対し
て 、
森
前
首
相が
動じ
な
かっ

た
よ
うに 、
森
さん
は
か
な
り
確
信
的にこ
の
問題
を
き
ちん
と
考え

て
きて
ま
し
た 。
で
すか
ら
私は
当
面の
靖
国
問題に
対し
て
も 、
ま

さ
に
こ
うい
うと
きこ
そ
き
ち
ん
と
し
た
対
応
を
し
てい
た
だ
き
た

い 。
その
理
由を
次に
述べ
ま
す 。

靖
国
問
題は
吉田
茂
首
相が 、
靖
国
神
社を
参
拝し
て
以
来 、
そ
れ

が
や
れ
公
式だ
と
か
非公
式だ
と
か
で
問題に
なるこ
と
は
ずっ
と
な

かっ
た 。
こ
れ
が
問題に
なっ
たの
は 、
中
国が
文
化
大
草
命が
終
息

し 、
つ
ま
り
外の
世
界を
見れ
る
よ
うに
なっ
た
入
0
年
代 、
あの
時



湾
大
学
と
い
う
名
前
を
使
うこ
と
を
避
け
て
い
る
と
い
うの
で
す 。

「
国
立」
を
とっ
て
台
湾
大
学だ
けに
し
ない
と
中
国
側
が
台
湾を
国

と
し
て
認め
るこ
と
に
な
るの
で
納
得し
ない
とい
うの
で
す 。
し
か

し
東
京
外
国
語
大
学は
き
ちん
と
国立
台
湾
大
学と
書い
てい
ま
す 。

そ
れ
は
固
有
名
詞
だ
か
らで
す 。

そ
し
て
次の
ス
テッ
プ
と
し
て
は
ど
うい
うこ
と
を
し
た
か
とい
う

と 、
授
業
料の
相互
免
除で
す 。
授
業
料とい
うの
は 、
国
庫
金
なの

で 、
国
家
が
か
か
わっ
て
く
る 。
そ
れ
は
大
蔵
省と
か
大
変で
し
た 。

し
か
し
それ
も
大
学は
すべ
て 、
聞か
れ
た
知
的
交
流の
場で
あるべ

き
で 、
民
族
や
国
家の
壁
を
越
え
な
けれ
ば
な
ら
ない
と
し
て 、
今 、

台
湾か
ら
来てい
る
学生
もこ
ちら
か
ら
台
湾へ
行
く
学生
も 、
お
互

い
に
授
業
料を
相互
免
除し
てい
ま
す 。
だ
か
ら
日
本と
台
湾と
の
関

係は 、
国
交
が
ない
か
ら
な
に
もで
き
ない
とい
うの
で
は
な
く 、
や

ろ
うと
思
え
ばい
ろい
ろ
で
きるこ
と
が
あるの
で
す 。
し
か
も
田
中

真
紀
子
外
務大
臣の
よ
う
な
女
性が 、
中
国一
辺
倒の
よ
うなこ
と
を

言っ
てい
るの
で
は
困
り
ま
すの
で 、
こ
れ
を
ど
うい
うよ
うに
説
得

する
か
とい
うとこ
ろ
も
日
本で
や
れ
るこ
と
の
大
き
な
仕
事だ
と
思

い
ま
す 。

李
登
輝
さん
が
日
本に
来ら
れ
て 、
本
当
に
よ
かっ
た
と
思い
ま
す 。

総
統ご
夫
妻
も
大
変
喜ば
れ
て 、
わ
ざわ
ざ
大
阪か
ら
私に
電
話
を
し

て
き
で
下
さっ
た
ん
で
す
けれ
ど
も 、
し
か
し 、
あれ
は
ま
さ
に
満
足

の
い
くよ
う
な
形で
李
登
輝
き
ん
を
迎
え
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん 。

病
気
治
療とい
うこ
と
で
大
阪と
倉
敷に
限
定
し
ての
ヴィ
ザ
発
給
だ
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っ
たの
で
すが 、
李
登
輝さん
が
ど
ん
な
形で
日
本に
きて
もよい
と

い
うとこ
ろ
まで
持っ
て
ゆ
くべ
きで
す 。
そ
うで
な
けれ
ば 、
日
本

は
まだ
ま
だ
本
当の
自
由
民主
主
義の
固で
は
ない 。
そ
う
考え
ま
す

と 、
日
台
関
係に
も
まだ
まだ
や
るべ
きこ
と
が
沢山
あ
りま
す 。

一
方 、
台
湾の
場
合は
両
岸
関
係をい
ろい
ろ
考え
る
と
き 、
李登

輝さん
が
やっ
た
十二
年
間を
さ
ら
に
発
展させ
る
よ
うな
形で
の
両

岸
関
係を
考え
な
けれ
ば
な
ら
ない 。
果た
して
今の
世の
中の
趨
勢

か
ら
し
て 、
中
国と
統一
な
り 、
あるい
は
連
携
する
こ
と
に
よ
り 、

何か
前
進が
ある
で
しょ
うか 。
そ
れ
は
も
う
香
港の
例を
見て
もわ

か
る
よ
うに 、
まっ
た
くプ
ラス
を
もた
ら
さ
ない
だ
けで
な
く 、
台

湾の
四O
O
年の
歴
史が
どこ
かへ
いっ
て
し
ま
うこ
と
に
なる 。
そ

こ
は 、
絶
対に
妥
協し
て
はい
けない 。
そ
うい
う
選
択
肢を
考え
る

と
やは
り「
台
湾
共
和
国」
以
外に
ない 。
李登
輝さん
がいつ
もい

うよ
うに
台
湾は
すで
に
独立
し
てい
る
固なの
だ
か
ら
何
も
独立
宣

言を
し
な
くて
も
民
意に
よっ
て
「
台
湾
共
和
国」
と
名
称を
変
更
す

るこ
と
で
問題
が
解
決
する 。
ど
うし
て
台
湾で
そ
うい
う
方向で
論

議が
進
ま
ない
の
か
とい
うこ
と
を 、
私は
李
登
輝さん
に
も
陳
水
扇

さ
ん
に
も
申し
上
げたい
と
思い
ま
す 。

日
米
安
保
体
制
と
中
国
の
脅
威

そ
うし
た
中で
考え
な
けれ
ば
な
ら
ない
こ
と
は 、
今日の
テ
lマ

で
あ
り
ま
す
日
本と
ア
メ
リカ
と
台
湾のい
わ
ば
安全
保
障の
問題で



話

真
剣に
考え
て
み
て
下
さい 。
ニ
O
O
八
年
ま
で
が
チャ
ン
ス
で
す。

私が
今
申し
上
げた
よ
う
なこ
と
は 、
日
本で
も
学
界な
り 、
政
治の

世
界で
も
必
ずし
も
ま
だ
多
数
意
見
に
なっ
てい
ない 。
多
数に
なっ

てい
ない
とい
うこ
と
は 、
こ
れ
か
ら
も
困
難が
あ
る
とい
うこ
と
で

す 。
し
か
し 、
や
ろ
うと
思
え
ば
で
き
ない
こ
と
で
は
あ
り
ませ
ん 。

日
台
関
係
と
両
岸
関
係

私
自
身は 、
こ
の
八
月いっ
ぱい
で
学
長
職
か
ら
解
放
さ
れ
ま
すが 、

学
長
と
し
ての
役
割の
中に 、
台
湾の
大
学と
の
交
流とい
う
諜
題
が

あ
り
ま
した 。
台
湾か
ら
来る
学生
を
中
華人
民
共
和
国
や
その
他の

国か
ら
来る
学生
と
完
全に
平
等に
する
とい
うこ
と
だ
けは 、
や
ら

ね
ば
な
ら
ない
と
思っ
て
お
りま
し
た 。
こ
れ
は
は
じ
め
は
大
変で
し

た 。
と
に
か
く 、
ま
ず
最
初に
周
りの
事
務
官が
「
学
長 、
何で
すか 。

国
立
大
学
が
台
湾の
大
学と
交
流
協
定
を
結ぶ
な
ん
て
と
ん
で
も
な

い」
とい
うの
で
す 。
そ
れ
を一
つ一
つ 、
と
きに
は
涙
ぐみ
な
が
ら

も
彼ら
を
説
得し
ま
した 。
そ
し
て
五
十
項
目
くらい
に
わ
た
る
細
か

な
検
討
項
目を
全
部ク
リ
ア
し
ま
し
た 。
最
終的
に
は
文
部
事
務
次
官

と
外
務
事
務次
官の
とこ
ろ
まで
問
題
を
もっ
て
行っ
て
ク
リ
ア
し
た

の
で
す 。
た
と
え
ば 、
日
本の
文
部
省の
科
学
研
究
費を
使っ
て
台
湾

の
学
者と
共
同
研
究
や
調
査
を
するこ
と
が
で
きる
か
ど
うか 、
日
本

の
政
府の
お
金
を
使
うこ
と
で
すか
ら 。
あるい
は
台
湾の
学
者を
科

学
研
究
費の
研
究
分
担
者に
するこ
と
が
で
きる
か
ど
うか 、
海
洋
調

査
や
蝶々
の
研
究
も
従
来は
国立
大
学だ
と
出
来
な
かっ
た
の
で
す 。

そ
れ
を
全
部ク
リ
ア
ー
し
て
最
終的に
は
国立
政
治
大
学の
七
十
周
年

記
念で
も
私は
講
演
するこ
と
が
で
き
ま
し
た 。
こ
れは
国立
大
学の

学長と
し
て
初め
ての
こ
と
で
し
た 。

し
か
も 、
こ
うい
う七
十
周
年
記念に
行っ
てスピ
ー

チ
を
する
と

い
うの
は 、
ま
さ
に
公
務なの
で
すか
ら 、
そ
れ
が
公
用
旅
券で
実
現

し
ま
し
た 。
い
つ
も
外
務
省に
頭を
押
さ
え
ら
れ
てい
る
文
部
省が 、

む
し
ろこ
の
こ
と
を
喜ん
でい
た 。
国立
大
学の
全
国
事
務局
長
会
議

で 、
東
京
外
国
語
大
学が
台
湾の
国立
政
治
大
学と
交
流
協
定を
結び

ま
し
た
と 、こ
ち
ら
が
お
願い
もし
ない
の
に
報
告し
てい
るの
で
す 。

なぜ
な
ら 、
何か
とい
うと
外
務
省との
し
が
ら
み
が
ある
た
め
に
台

湾
問題で
何も
出
来
な
かっ
た
文
部
省と
し
て
は
若
干
欝
憤が
晴
れ
た

とい
う
面
も
あっ
たの
で
しょ
う 。

もち
ろ
ん 、
非
常に
難しい
状
況
も
あ
りま
し
た 。
国立
政
治
大
学

の
名
前
につ
い
て
も
「
先生 、
政
治
大
学は 、
政
治のこ
と
だ
け
やる

の
で
す
か」
「い
や 、
こ
の
政
治は
ア
ドミニ
ス
トレ
ー
ショ
ン
と
カ

ヴァ
メ
ン
トの
こ
と
で
す」
とい
うよ
うに 。
本
当は
国
民
党の
幹
部

養成
学
校が
発
展し
た
大
学だとい
うこ
と
を
十
分
承
知し
た
上
で
す

が 、
し
か
し
最
近の
国立
政
治
大
学は 、
非
常にい
い
大
学 、
理
想の

大
学に
なっ
てい
る
と
思い
ま
すし 、
あそこ
の
日
本
語
教
育は
と
て

もレ
ヴェ
ル
が
高い 。

その
次
に 、
今
度は
国立
台
湾
大
学と
交
流
協
定
を
結び
ま
し
た 。

とこ
ろ
が
台
湾で
は 、
今 、
中
国と
学術
交
流を
する
と
きに
国立
台
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ま
さ
に
こ
の
あと
蒋
経
国
時
代を
経て
李
登
輝
さん
の
時
代が
来
ま
し

た 。私が
「
台
湾
共
和
国は
禁
句か」
とい
う
論
文
を
書い
て
か
ら二
十

六
年
間たっ
た
現在 、
振
り
返っ
て
み
ま
すと 、
李
登
輝
時
代の
十二

年
間に
は
台
湾の
繁
栄
が
非
常に
評
価さ
れ
ま
し
た 。
そ
れ
と
と
もに

政
治
体
制と
し
て
も
完
全
な
民主
化が
行わ
れ
た
わ
けで
す 。
こ
の
点

は
ま
さ
に
歴
史
的
な
評
価と
し
て寸
東ア
ジ
アの 、
ま
た
中
華
世
界の

伝
統の
中で
五
千
年
来
な
かっ
た
成
果だ
とい
え
ま
す 。
こ
れ
ほ
どの

大
き
な
事
実を
成
し
遂
げた
の
が
李
登
輝
時
代だ
と
思い
ま
す 。
だ
と

す
れ
ば 、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
陳
水
扇
時
代に
おい
て
は 、
李
登
輝
時
代

よ
り
さ
ら
に一
歩 、
台
湾
化を
進め
な
け
れ
ばい
け
ない 。
そ
うい
う

期
待を
もっ
て
陳
水
扇
政
権を
見てい
た
の
で
すが 、
ど
うもこ
の
と

こ
ろ 、
必
ずし
も
そ
れ
が
進ん
でい
ない 。
む
し
ろ
大
陸と
の
関
係を

少し
気に
し
す
ぎ
てい
る 。
あるい
は
台
湾
経
済の
浮
沈か
ら
大
陸と

の
交
流
を
求め
る
方
向に
押し
流
さ
れ
てい
る 。

し
か
し 、
私の
見る
と
こ
ろ 、
大
陸
が
共
産
体
制で
ある
か
ぎ
り 、

大
陸と
の
交
流
に
は
限
界が
あ
り
ま
す 。
む
し
ろ
もと
もと
民
進
党が

掲
げた
「
台
湾
独立」
の
スロ
ー
ガ
ン
自
身が
ご
の
とこ
ろ
霞ん
で
き

てい
る
とこ
ろ
に
大
き
な
問
題
が
ある 。
私の
よ
うな一
研
究
者で
さ

え
も二
十
六
年
前に
「
台
湾
共
和
国」
とい
う
問題を
投
げか
けてい

る
の
に 、
肝心の
台
湾の
人
た
ちの
聞に
「
台
湾
共
和
国」
とい
う
言

葉が
聞か
れ
ませ
ん 。
私は
そこ
に
大
き
な
問
題
が
ある
と
思い
ま
す 。

も
ち
ろ
ん 、
台
湾が
「一
つ
の
中
国」
を
受
け
入
れ
る
と
は
思い
ま
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せ
ん 。
中
華
民
国とい
う
言い
方
自
体 、
今日で
は
大
き
な
矛
盾で
あ

っ
て 、
最
近の
政
治
集
団
「
台
湾
団
結連
盟」
の
旗上
げの
中に
台
湾

とい
う
言
葉が
明
記さ
れ
る
よ
うに
なっ
たの
は一
つ
の
重
大
な
発
展

で
は
ない
か
と
思い
ま
す
け
れ
ど 、
ど
う
考え
て
も
台
湾は
中
国で
は

ない 。
歴
史
的に
も
民
族とい
うの
は 、
い
ろい
ろ
な
形で
形
成
さ
れ 、

国
民
形
成
も
行わ
れ
る 。
そ
れ
なの
に
今で
も
台
湾で
は
あ
ちこ
ちに

中
国とい
う
名
称の
看
板を
掲
げてい
るこ
と
自
体 、
私の
よ
うな
者

か
ら
する
と
違
和
感が
あるの
で
すが 、
その
台
湾は 、
自
分の
行
く

末を
考え
た
と
きに
も
う
少し
自
信を
もっ
て
も
らい
たい
し 、
い
ず

れ
は
「
台
湾
共
和
国」
以
外に
選
択
肢が
ない
の
だ
とい
うこ
と
を
台

湾の
政
治
家は
自
覚し
て
歩むべ
きで
は
ない
かと
思い
ま
す 。
その

こ
と
に
よっ
て
こ
そ 、
結
果
的に
あそこ
まで
発
展し
た
李
登
輝
時
代

の
台
湾の
民
族
的ア
イ
デン
ティ
ティ
ー
と
民主
化の
果
実が
歴
史の

上
で
生
き
て
くるの
で
す 。
ま
さ
に二
十一
世
紀の
中
華
世
界を
変え

てい
く 、
の
み
な
ら
ず
台
湾が 、
国
際
社
会の
中で
大
き
な
役
割を
占

め
るス
テッ
プ
に
な
る
と
考え
てい
ま
す 。

従っ
て 、
二
O
O
八
年まで
の
時
期こ
そ
「
台
湾
共
和
国」
を
民
意

に
よっ
て
選
択
すべ
き
重
要な
期
間だ
と
思
うの
で
す 。
台
湾の
民
衆

が
民
意
に
よ
る
国
民
投
票で
「
台
湾
共
和
国」
を
宣
言し
た
と
し
て 、

そ
れ
を
北
京
政
府が
武
力で
抑え
るこ
と
は 、
少
な
くと
も二
O
O
八

年の
北
京オ
リン
ピッ
ク
以
前に
は
で
き
ない
で
しょ
う 。
その
よ
う

な
民主
的
なプロ
セ
ス
を
経た
選
択を
アメ
リカ
も
国
際
社
会
も
認め

ない
わ
けに
は
ゆ
か
ない
と
思い
ま
す 。
ど
うかこ
の
よ
うな
構
想を
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さ
え
国
成
発
揚が
好
き
な
中
国の
人
た
ち
が
北
京五
輪で
た
くさん
金

メ
ダル
を
とっ
て 、
中
国の
成
信を
誇
示
する
絶
好の
機
会
に
な
る
で

しょ
う 。

し
か
し 、
そ
れ
は
ある
意
味で
台
湾の
人
た
ちに
とっ
て
も
大
変重

要
なこ
と
なの
で
す 。
二
O
O
八
年まで
今の
台
湾の
陳
水
扇
政
権が

続
く
か
ど
うか
は
別に
し
て）
い
ずれ
に
し
て
も
台
湾の
ア
イ
デン
テ

ィ
は
ま
す
ま
す
強ま
る
で
しょ
うか
ら 、
そ
うし
た
状
況の
中で
出て

くる
台
湾の
政
策 、
あ
るい
は
将
来
構
想は
非
常に
重
要で
す 。
私
自

’プ1

身は
「
台
湾
共
和
国は
禁
句か」
とい
う
長い
論
文を一
九
七
四
年四

月
号の
『
諸
君ノ』
に
書い
たこ
と
が
あ
り
ま
す 。
そ
の
後 、
『逆
説

の
ア
ジ
ア』
（
北洋
社 、
一
九
七
七
年）
と
題
する
私の
評
論
集に
収

録し
てい
ま
すが 、
そ
れ
は 、
なぜ
台
湾は
「
台
湾
共
和
国」
とい
う

こ
と
を
も
う
少し
はっ
き
りい
わ
ない
の
か 、
とい
うか
ねて
か
ら
の

疑
問を
深
刻
な
中ソ
対立
下
に
あっ
た
当
時の
国
際
情
勢に
照して
分

析し
た
もの
で
す 。
二
十六
年
前に
書い
た
その
論
文を
最
近
読み
返

し
て
み
ま
した 。

その
と
き
は
ちょ
うど
台
湾
が
回
遠
か
ら
閉め
出
さ
れ
た
時
期で

す 。
台
湾が
国
連か
ら
閉め
出
さ
れ
た
とい
うこ
と
は 、
米
中
国
交
や

日
台
断
交
以
上の
衝
撃を
当
時の
台
湾に
与
え
ま
した 。
そ
うし
た
中

で
し
た
が 、
こ
こ
に
少
し
紹
介
さ
せ
てい
た
だ
き
ま
すと 、
「と
こ
ろ

で 、
台
湾に
おい
て
は
本
省人と
外
省人と
の
宿
命的
なコ
ン
フ
リ
ク

トの
問
題
が
最
大の
内
政
問
題で
ある
とい
う
基
本
構
造に
は
変
化が

ない
もの
の 、
こ
の
点で
は 、
蒋
経
国
指
導下
にい
わ
ゆ
る
「
国・
台

合
作」
が
積
極
的に
すすめ
ら
れ
てい
るこ
と
に
注
目せ
ざる
を
得な

い 。
こ
の
よ
うに
政
策的
な吋包者
向吉町
在。ロの
典
型
的の
事
例は
本

省
人
（
台
湾人）
の
政
治へ
の
登
用で
あ
り 、
そ
れ
は 、
国
連
退
出
後

の
緊
急
時に
と
くに
相次い
で
実
現し
た 。
台
湾
政
権の
指
導
者
層が 、

米
中
接
近や
日
台
断
交よ
りは
る
か
に
重
大で
あっ
たこ
の
と
きの
困

難に
際
し
て 、
い
か
に
深
刻に
台
湾の
将来を
慮っ
た
か
が
察せ
ら
れ

る
とこ
ろ
で
ある 。」 。
そ
し
て 、
た
と
え
ば
謝
東
閲さん
が 、
台
湾
史

上
は
じ
め
て
台
湾
省主
席に
任
命さ
れ
たこ
と
など
を
例に
あ
げま
し

て 、
その
あと
に「こ
うし
た
状
況の
な
か
で一
方で
は『国
語
運
動』

（
北
京
語）
の
強
化が
七
O
年
十一
月
以
来と
ら
れ
てい
る
が 、
現
実

に
は
台
湾
語
（
福
建
語
系）
の
厚い
壁を
民
衆レベ
ル
で
破るこ
と
は

で
き
ず 、
た
と
え
ば 、
テレ
ビ
番
組を
め
ぐる
北
京
語と
台
湾
語の
比

率の
調
整の
問
題で
も 、
結
局は
台
湾
語を
無
視
する
わ
けに
はい
か

な
かっ
た 。
こ
の
点か
ら
し
て
も
「
国・
台
合作」
は 、
今
後ま
すま

す叶包dq
g－
SE。ロとい
う
方
向で
進
ま
ざ
る
を
得
ない
で
あろ
う 。」

と
述べ＼
その
あ
と 、
二・
二
人
事
件の
問
題に
も
触
れ
て 、
「こ
の

よ
うに
し
て 、
台
湾の
将
来につ
い
て
は 、
「
国・
台
合
作」
か
ら
さ

ら
に
進
ん
で
「
台
湾の
台
湾
化」
とい
う
新た
な→包零mwENm巴Oロの

方
向
が
ま
す
ま
す
明
白に
なっ
て
くる
で
あろ
うし 、
その
よ
うな
状

況の
な
か
で
形
成
さ
れ
る
H

台務ナショ
ナ
リズムH
に
立
脚し
て一

致
団
結し
て
ゆ
く
以
外に
道は
ない
こ
と
も
明ら
か
で
あろ
う 。
台
湾

に
とっ
て
も
『
蒋
介
石以
後』
の
時
代に
はこ
の
点が
さ
ら
に
明
白
な

事
実に
な
ら
ざ
る
を
得ない
と
思わ
れ
る」
と
し
てい
る
わ
けで
すが 、
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も
ち
ろ
ん
中
国で
も
最
近
は
環
境
問
題へ
の
関
心
が
高
まっ
て
い

て 、
「
中国
環
境
報』
とい
う
新
聞
も
出て
い
ま
す 。
し
か
し 、
経
済

発
展が
至
主
命
令で
国
中が
沸
き
立っ
て
い
て 、
「
人
権」
や
「
民主」

が
顧
ら
れ
ない
よ
うに 、
人
権
抑
圧
する
政
権か
ら
は
環
境
破
壊に
十

分
配
感
する
とい
う
考え
は
生
ま
れ
ない 。
そ
うい
う
中
国が 、
一
方

で
軍
事
力を
増
強し 、
世
界に
覇を
唱
え
よ
うと
して
い
る
姿は 、
決

して
成
熟し
た
世
界に
迎
え
ら
れ
る
もの
で
は
あ
り
ませ
ん 。

一
方の
台
湾の
場
合は 、
ま
さ
に
台
湾の
民主
主
義が
強
化さ
れ
る

中で 、・
社
会の
シ
ス
テム
が
完
全に
自
由に
なっ
て山
民主
化して
い

る
わ
けで
す 。
そこ
に
は
未
来が
ある 。
そ
れ
は 、
も
う歴
史が
証
明

して
い
る
わ
けで
す 。
その
点
を
十
分
認
識して
お
く
必
要が
ある
と

思い
ま
す 。

し
か
し 、
こ
の
中
華
世
界の
変
動は 、
今
後ど
の
よ
う
な
方
向に
進

ん
でい
くの
で
しょ
うか 。
少な
くと
も
来
年の
中
国
共
産
党の
党
大

会で
江
沢
民
体
制が
ど
う
な
る
か
を
見
極め
たい
と
思い
ま
す 。
彼の

後
継
者が
ど
うな
る
か
とい
うこ
と
に
も
十
分
関
心
を
払わ
な
けれ
ば

な
り
ま
せ
ん 。

し
か
し
な
が
ら 、
今の
中
国の
社
会
環
境 、
ある
い
は
中
国
社
会そ

の
もの
が
内
面
的に
変
質しつ
つ
あ
り 、
刻一
刻と
赤い
中
国
が
白い

大
陸に
な
りつ
つ
あるこ
と
も
事
実で
す 。
そ
うし
た
中で
ま
す
ま
す

統
治の
シ
ス
テム
と
し
て
の
政
治が
独
裁
化を
強め
て
い
る 。
し
か
し 、

や
が
て
近い
将
来に 、
かつ
てゴ
ルバ
チョ
フ
が
出て
きて
ソ
速
がほ

と
ん
ど
犠
牲を
伴わ
ずに
変わっ
て
いっ
た
よ
うに 、
経
済
成
長
が
大
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き
な
社
会
的
基
盤と
して
定
着すれ
ば
大
陸
も
さほ
どの
問題
を
伴わ

ずに
民主
化
する
とい
う
期
待
も
まっ
た
く
ない
わ
けで
は
あ
りませ

ん 。
指
導
者が
そ
うい
う
感じ
を
もつ
こ
と
が
必
要で
す 。
指
導
者が

白
旗を
掲
げて 、
共
産
党の
独
裁を
やめ
よ
うと
考え
る
可
能
性
も
ま

っ
た
く
あ
りえ
ない
わ
けで
は
ない 。
そこ
を
我々
は
見てい
く必
要

が
ある 。

し
か
もプヴ
シユ
政
権は 、
私の
見る
とこ
ろ 、
た
と
えば 、
大
統

領
補
佐
官の
ライス
女
史の
中
国
認
識に
象
徴さ
れ
る
よ
うに 、
た
と

え
ば
昨
年の
十一
月の
『フォ
l
リン・
ア
フェ
ア
1ズ』

で
の
イン

タ
ビュ
ー
を
読
ん
で
み
ま
すと 、
「
中
国は
大
変だ 。
こ
の
国に
は
き

ち
ん
と
対
処
し
な
けれ
ばい
けない」
と
非
常に
強
く
対
応
し
よ
うと

してい
る
わ
けで
す 。

。

プッ
シュ
政
権は 、
ひょ
っ
と
する
と
かつ
て
レ
ー
ガ
ン
政
権が 、

い
わ
ばス
タ
1
ウォ
l

ズ
計
画
（S
D
I）

の
よ
う
な
宇
宙戦
争の
戦

略
的
な
抗
争め
末に
相
手を
ダ
ウン
させ
た
よ
うに 、
今の
中
国の
共

産
政
権が
白
旗を
あ
げる
まで 、
中
国に
対して
徹
底した
厳しい
姿

勢を
と
ろ
うと
してい
るの
で
は
ない
か
と
思い
ま
す 。

その
目
標が
現在の
プッ
シュ
政
権の
任
期の
聞に
達
成
さ
れ
る
か

ど
うか
は
別に
して 、
そ
れ
くらい
の
真剣
き
で
中
国に
対処
しよ
う

と
し
て
い
るの
だ
と
思い
ま
す 。
そ
うし
ま
すと 、
少
な
くと
もこ
れ

か
ら
数
年
間の
台
湾の
あ
り
方が
非
常に
重
要に
なっ
て
くる 。

ニ
O
O
八
年の
北
京五
輪は 、
ご
承
知の
よ
うな
状
況で 、
中
国が

国
戚
発
揚の
た
め
に
大い
に
プレ
イ
アッ
プ
する
で
しょ
う 。
た
だ
で
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香
港の
チャ
イ
ナ・
ウォ
ッ
チャ
！
と
し
て
非
常に
健
筆をふ
るっ

てい
た
『サウ
ス・
チャ
イ
ナ・
モ
ーニ
ン
グ・
ポス
ト』

の
ウィ
リ

1・
ラム
さん
が
その
典
型で
し
た 。

彼は 、
昨
秋
松
本で
聞か
れ
た
「ア
ジ
ア・
オ
ー

プン・
フォ
ー
ラ

ム」
に
出
席し
て 、
久しぶ
りにい
ろい
ろ
な
お
話を
し
た
の
で
すが 、

彼が
香
港に
帰っ
た
途
端に
も
う
自
分の
座る
場
所が
な
く
なっ
て
し

まっ
た
の
で
す 。

ラム
さんの
『中
国
政
治
経
済
分
析』
は
私の
監
訳で
丸
善か
ら
出

てい
ま
すが 、
中
南
海の
中
など
も
非
常に
よ
く
分
析し
てい
ま
し
た 。

彼は
そ
うい
う
自
分の
自
由が
だ
ん
だ
ん
奪わ
れ
るこ
と
を
感じ
取っ

てい
た
もの
の 、
ま
さに
自
分の
留
守の
聞に
ポス
ト

が
な
く
な
る
と

は
思っ
てい
ま
せ
ん
で
し
た 。
こ
れ
も
伝
統
ある
英
字
紙の
『
サ
ウ

ス・
チャ
イ
ナ・
モ
ーニ
ン
グ・
ポス
ト』
自
体が
中
国
側に
身を
売

っ
て
し
まっ
た
か
ら
で
す 。

『明
報
（ミ
ンパ
オ）」
とい
う
華
字
紙は
香
港で
も
か
な
り
注
目
さ

れ
て
き
た
新
聞で
すが 、
そ
うい
うメ
ディ
ア
も 、
もは
や
北
京を
批

判
する
自
由を
完
全
に
奪わ
れ
て
し
まっ
た 。
そし
て
ま
さ
に
香
港は 、

経
済
的に
もア
ジ
ア
通
貨
危
機で
大
き
な
打
撃を
受
けて
し
まっ
た
わ

けで 、
も
う
香
港に
未
来は
な
く
なっ
て
し
まっ
た
といっ
て
よい
で

しょ、7 0
さ
ら
に一
国
両
制とい
う
政
治シ
ス
テム
がい
か
に
欺
蹄
的で
あっ

た
かとい
うこ
と
が
香
港の
現
実で
明ら
か
に
なっ
て
しまっ
た
の
で

す 。
一
国
両
制の
そ
も
そ
もの
対
象で
あっ
た
台
湾の
人
び
と
が一
国

両
制を
導入
するこ
と
は
ま
さ
か
あ
り
得ない
と
思い
ま
すし 、
そん

なこ
と
が
あっ
た
ら
大
変
なこ
と
に
なるで
しょ
う 。

中
国
大
陸
が 、
最
近 、
経
済的に
発
展し 、
製
造
業
もどん
ど
ん
中

国
大
陸に
移っ
て 、
非
常に
市
場と
して
可
能
性が
ある
とい
う見
方

が
あ
りま
す
けれ
ど 、
私に
は
か
な
り
疑
問で
す 。
そ
うい
う
見
方が

ある
だ
けに 、
自
分
自
身も
現地
を
歩い
て
広
く
確かめ
て
来てい
ま

すが 、
過
去 、
そ
うい
うオプ
ティ
ミ
ス
ティ
ッ
ク
な
見
方が
正
し
か

っ
たこ
と
は
ほ
とん
ど
あ
りま
せ
ん 。
上
海で
は
浦
東
開発
区が
開
け

て
非
常に
発
展
する
とい
わ
れ
ま
し
た 。
今
頃は
世
界の
金
融セン
タ

ー
に
なっ
てい
な
け
れ
ば
な
ら
ない
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど 、
し
か
し 、

あ
そこ
はピ
カピ
カ
のピ
ル
が
林立
し
てい
て
もテ
ナン
ト

が
入ら
ず

にガ
ラガ
ラ
で
すし 、
せっ
か
くアジ
ア
最大の
デパ
ー
ト
をつ
くっ

た
ヤ
オハ
ン
さん
は
倒
産に
見
舞わ
れ
て
「ハ
イ 、
さよ
うな
ら」
で

す 。その
中
国
が
膨
大
な
人口
を
抱
え
て
もの
すご
い
勢い
で
自
然
環境

を
破
壊
し
てい
る 。
ア
メ
リカ
の
専
門
家レ
ス
タ
1・

ブ
ラ
ウン
が
し

ば
し
ば
警
告し
てい
る
よ
うに 、
こ
れ
か
らの
中
国の
国
土の
荒
廃ぷ

りは 、
た
ん
に
黄
砂と
なっ
て
日
本に
被
害が
及ぷ
といっ
た
程
度で

は
な
く 、
ア
メ
リカ
大
陸に
まで
及ぶ
深
刻な
汚
染に
なるとい
う
大

変
な
問
題
なの
で
す 。
それ
を
防止
する
に
は 、
中
国の
社
会シス
テ

ム
が 、
生
ま
れ
変わ
る
必
要が
あ
りま
す 。
今 、
中
国は
共
産
党の
独

裁
体
制で
人
権の
抑圧
は
日
常
的で
すが 、
その
こ
と
は
し
ば
し
ば
自

然
環
境の
破
壊と
非
常に
連
動し
てい
るの
で
す 。
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維
持の
た
め
に
行わ
れ
てい
ま
す 。
かつ
て
は
六
O
O
万
以
上
あっ
た

中
国の
人
民
解
放
寧が 、
郵
小
平
さ
ん
の
時
代に
大
幅
に
削
減
さ
れ 、

三
五
O
万
人
に
減
り
ま
し
た
けれ
ど 、
その
削
減さ
れ
た
大
部
分が
人

民
武
装
普
察とい
う
軍
と
公
安
警
察の
中
間
的
な
組
織
に
な
り
ま
し

た 。
も
し
天
安
門
広
場
など
で
見る
と
混
同
して 、
誰が
人
民
武
装
警

察なの
か
な
か
な
か
わ
か
り
ませ
ん
けれ
ど
も 、
し
か
し
よ
く
見れ
ば

歴
然と
する
わ
けで 、
地
方
都
市
など
で
は 、
し
ば
し
ば
人
民
武
装
警

察の
部
隊が
訓
練し
てい
る
姿が
見ら
れ
ま
す 。

こ
れ
は
や
は
り
圏
内の
治
安 、
あるい
は
少しで
も
民主
化を
求め

てい
る
よ
う
な
雰
囲
気が
あれ
ば
徹
底
的に
抑
圧
する a
少
し
で
も
民

族主
義
的
な
分
離
独立の
要
素が
あれ
ば 、
徹
底
的に
弾
圧
する
とい

う 、
ま
さに
独
裁
国
家
に
よ
る
治
安
維
持で
あるこ
と
は
間
違い
あ
り

ませ
ん 。

も
ちろ
ん 、
そ
れ
だ
けで
は
あ
り
ませ
ん 。
民主
的
な
選
挙を
や
る

とい
うの
に 、
台
湾
海
峡で
大
軍
事
演
習を
やっ
た
り 、
ミ
サ
イル
を

飛
ば
し
た
り 、
そ
し
て
今
は
ア
メ
リ
カ
の
本
土
ミ
サ
イル
防
衛
構
想

（
N
M
D）
に
対
抗
し
て
米
本土
に
届
くミ
サ
イル
開
発
を’一
生
懸
命

や
ろ
うと
し
てい
る 。

・
従い
ま
し
て 、
日
本
も
台
湾
海
峡の
安全は
国
益
上
不
可
欠で
すし 、

そ
うい
う
状
況
を
考え
ま
すと 、
ま
さ
に
時
代は
「
新
冷
戦」
だ
とい

え
ま
す 。
つ
ま
り 、
中
国が
共
産主
義を
捨て 、
自
由
な
民主
社
会に

な
る
まで 、
ア
ジ
ア
に
は
な
お
冷
戦が
存
在
する
とい
う
基
本
認
識を

是
非しっ
か
り
持っ
てい
て
くだ
さい 。
私はい
ずれ 、
い
っ
そ
れ
が
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実
現
する
かの
予
測は
難しい
に
せ
よ 、
こ
の
共
産
体
制の
崩
壊が
あ

り
得る
と
思い
ま
す 。
ソ
連 、
東欧の
共
産
体
制が
崩
壊し
た
歴
史が

そ
れ
を
証
明し
てい
ま
す 。
し
か
し 、
そ
れ
まで
は
決して
油
断
して

はい
け
ない
と
申し
上
げたい 。

中
華
世
界
の
変
動
l
中
国
・

台
湾
・

香
港
の
行
方

き
て 、
そ
うし
た
考え
方で
最近の
中
華世
界の
変
動につ
い
て
お

話
し
て
み
たい
と
思い
ま
す 。

‘
ま
ず 、
香
港返
還
か
ら
振
り返っ
て
み
ま
しょ
う 。
一
九
九
七
年の

香
港
返
還
に
よっ
て 、
香
港
自
身
も
新しい
繁
栄の
時
代に
入る
とい

う
希
望
的
観
測が
た
く
さん
あ
りま
した 。
し
か
し
今や
香
港は 、
経

済
的に
も
社
会
的に
も
完
全に
沈
没しつ
つ
あ
り
ま
す 。
そ
れ
は
結
局 、

一
国
両
制とい
うよ
うなタ
テマエ
だ
か
ら 、
当
然に
香
港は
共産
中

国の
領
域
に
なっ
て
し
まっ
た
とい
うこ
と
で
す 。
郵小
平
さん
は 、

サッ
チャ
ー
さん
と
の
会
談で「五
十
年
間 、
香
港を
現
状
維持
する」

とい
い 、
サッ
チャ
ー
さん
は
自
分は
だ
ま
さ
れ
た
とい
うよ
うなこ

と
を
最近
告
白
し
てい
ま
すよ
うに 、
ま
さ
に
香
港は
返
還
わ
ずか
数

年で
急
速に
中
国
化が
す
すん
で
し
まっ
た
わ
けで
す 。

そ
し
て
香
港に
あ
れ
ほ
ど
存
在し
てい
た
言
論の
自
由
も
な
くな
り

ま
し
た 。
特に
香
港の
メ
ディ
ア
は 、
い
ろい
ろ
な
情
報が
自
由に
飛

び
交
う
中で 、
か
な
り
重
要な
情
報
も
自
由に
存
在し
てい
た・：
そ
う

い
う
香
港の
プ
レ
ス
の
自
由
も
完全に
な
くなっ・て
し
まい
ま
し
た 。
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特に
中
国
を
中
心
に
中
央アジ
ア
諸国を
交
え
た
首
脳
会
識を
重
ね

てい
る
ん
で
すね 。
そ
れ
ば
か
りか
最
近はこ
の
「上
海ク
ラ
ブ」
が

さ
ら
に
上
海
協力
機
構
（S
C
O）
に
まで
な
り
ま
し
た 。
今は
北
朝

鮮
か
ら
は
金
正
白
書記
が
汽
車に
乗っ
てロ
シ
アへ
行き 、
モ
ス
ク
ワ

に
滞
在し
てい
る 。
こ
れ
は 、
かつ
て
毛
沢
東が
汽
車に
乗っ
てモ
ス

ク
ワ
に
入っ
た
り 、
金
日
成
が
汽
車でモ
ス
ク
ワ
に
入っ
た
りしたこ

と
を
街
梯と
さ
せ
ま
す 。

も
ちろ
ん 、
中
国とロ
シ
アの
聞に
は
発
展
する
中
国と
停
滞
する

ロ
シ
ア
と
の
経
済的
な
格
差
や
歴
史的
な
摩
擦
が
あ
り
ま
すか
ら 、
そ

う
簡
単に
両
者
が
調
和
する
こ
と
は
ない
とい
う
見
方
も
可
能で
す 。

私
自
身
も
中ソ
関
係
や
中ロ
関
係
を
研
究
し
て
き
た
者の一
人
と
し

て 、
中ロ
闘の
歴
史
的
対立
を
人一
倍強
調
する
こ
と
につ
い
て
は
や

ぶ
さ
か
で
は
ない
の
で
す
けれ
ど 、
に
も
か
か
わ
ら
ず 、
二
十一
世
紀

が
は
じ
まっ
た
現
段
階で
再び
中ロ
の
善
隣
友
好
協力
条
約
が
結ぼ
れ

た 、
あるい
は 、’
中
央ア
ジ
ア
を
中
心と
し
て 、
かつ
て
の
中ツ
の一

枚
岩
時
代を
連
想
させ
る
よ
うな
そ
うし
た
現
実が
復
活しつ
つ
ある

こ
と
に
注
目
し
ない
わ
けに
はい
き
ませ
ん 。
そ
れ
が
ある
意
味で 、

中
国の
反
覇
権
戦
略と
し
て
形
成
さ
れつ
つ
ある
とい
え
るの
で
す 。

今
年の一
月
年
頭の
江
沢
民主
席の
講
話
を
見て
み
ま
すと 、
そこ

で
は
ア
メ
リカ
を
明ら
か
に
覇
権
国
家主
見
な
し
て 、
そ
れ
と
の
闘い

を
中
国の
最
大の
目
標に
し
てい
ま
す 。
従っ
て 、
こ
うし
た
基
本
的

なス
ト
ラ
テジ
ー

の
中でロ
シ
ア
と
中
央ア
ジ
ア
で
中ロ
の
首
脳は
し

ょっ
ちゅ
う
会っ
てい
ま
すし 、
と
きに
はベ
ト
ナム 、
あるい
はモ

ンゴ
ル
など
かつ
ての
社
会主
義
国の 、
あるい
は
現
社
会主
義
国の

指
導
者
など
と
非
常に
よ
く
会っ
てい
る 。
そ
れ
は 、
い
わ
ば
アメ
リ

カ
に
対
するミ
サ
イル
戦
略 、
反N
M
B
戦
略と
して 、
世
界的
な
安

全
保
障の
問
題に
直
接
関わっ
て
くるの
で
す 。

今
申し
上
げた
よ
うなこ
と
は
きわ
め
て
常
識
的
な
事
柄で
ある
は

ずで
す 。
とこ
ろ
が
日
本人
は
と
か
く 、
中
国を
見る
場
合に
常
識の

目
が
曇っ
て
し
ま
うた
め
にバ
何
故
かこ
う
い
う基
本
的
な
とこ
ろ
が

忘
れ
ら
れて
し
まい
が
ちで
す。
こ
の
基
本
的
なとこ
ろを
も
う
少し

考え
て
み
ま
しょ
う 。

何
故 、
中
国は
現在 、
こ
れほ
ど
まで
に
軍
事
力を
増
強
するの
で

しょ
うか 。
今 、
世
界の
中で
中
国を
攻め
よ
うと
する
国が
あ
り
ま

すで
し工
うか 。
どこ
に
も
あ
り
ませ
ん 。
に
もか
か
わ
ら
ず 、
表向

き
国
家
予
算の
中で
出て
くる
国
防
予
算は
毎
年二
桁の
増
大 。
一
番

多い
と
きで二
十三・
七パ
ー

セン
ト
も
増え
てい
ま
す。
天
安門
事

件以
降 、
こ
こ
十二
年 、
毎
年増
強し
てい
る 。
し
か
もミ
サ
イル
を

開
発し
た
り 、
ロ
シ
ア
か
ら
最
新の
兵
器を
買っ
た
り
するの
は 、－
あ

の
全
国
人
民
代
表大
会に
提
出
さ
れ
る
国
家
予
算の
国
防
費の
中に
は

含
ま
れ
てい
ませ
ん
か
ら 、
中
国の
軍
事
力の
増
加は 、
国
防
費の
数

倍は
ある 。
四
j五

倍と
見る
世
界の
専門家が
多い
の
で
すが 、
中

に
は
十一
倍に
近い
と
見る
専
門家もい
ま
す 。
中
国の
軍
事
費は
ま

っ
た
く
不
透
明で 、
その
実態は
本
当の
とこ
ろよ
くわ
か
り
ませ
ん

け
ど、
なぜ
中
国が
そん
なに
軍
事
力
を
増
強
するの
で
しょ
うか 。

こ
の
軍
事
力の
増
強は 、
一
つ
に
はご
承
知の
よ
うに
圏
内の
治
安
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裁
体
制で
すし 、
北
朝
鮮
も
し
か
りで
あ
り
ま
す 。
あるい
は
イン
ド

シ
ナ
半
島のベ
ト
ナム
な
ど
に
も
そ
うし
た
構
造は
残っ
てい
ま
す 。

い
か
にこ
れ
らの
体
制が
行き
詰
まっ
て 、
市
場
経
済を
導
入
し
な・け

れ
ばい
け
な
く
なっ
てい
る
と
はい
え 、
統
治の
シ
ス
テム
は 、
厳
然

た
るマ
ル
クス・
レ
lニ
ン
主
義の一
党
独
裁
体
制で
す 。
ま
さ
に
ア

ジ
ア
は
まだ
共
産主
義を
捨て
てい
る
わ
けで
は
あ
り
ませ
ん 。

私
自
身は
そ
れ
ほ
どこ
と
を
あ
ら
だ
て
て
「
反
共」
とい
うこ
と
を

唱
え
る
必
要は
ない
と
思っ
てい
ま
して 、
かつ
て
台
湾の
李
畳
輝
総

統に
も
総
統
府
前の
「
反
共
救
国」
とい
うスロ
ー
ガ
ン
は
も
う
台
湾

に
とっ
て
必
要で
は
ない
で
は
ない
か
と
申し
上
げたこ
と
が
あ
り
ま

す 。
現にこ
の
「
反
共
救
国」
とい
う
看
板は
間
も
な
く
な
く
な
り
ま

した
け
れ
ど
も 、
だ
か
ら
といっ
て
共
産
体
制に
対し
て
は
油
断は
で

き
ませ
ん 。

た
と
え
ば
朝
鮮
半
島で
ま
さ
に
金
大
中
大
統
領が
出て
きて 、
北を

訪
問
する 。
ノ
ーベ

ル
平
和
賞を
取る
と
大
騒
ぎ
に
な
り 、
何か
朝
鮮

半
島が
すっ
か
り
変わっ
た
かの
よ
う
な
幻
想が
抱
か
れ
ま
し
た
け
れ

ど 、
北
朝
鮮は
何
も
変わっ
てい
ませ
ん 。
で
すか
ら 、
その
辺
を
き

ちん
と
押さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば 、
い
か
に
中
国が
市
場
経
済だ
とい

っ
て
も 、
共
産主
義
者は
資
本
家か
ら
収
奪
するこ
と
を
当
然の
タ
ー

ゲッ
ト
に
し
てい
ま
す
か
ら 、
最
終
的
に
は
骨の
髄
ま
で
吸
わ
れ
て

「ハ
イ 、
さ
よ
う
な
ら」
とい
うよ
う
な 、
わ
が
国に
お
け
る 、
た
と

え
ば
ヤ
オハ
ン
の
悲
劇の
よ
う
なこ
と
が
起こ
る
わ
けで
す 。

今 、
台
湾は
不
況で
失
業
率が
五
%
に
近
く
なっ
て
き
てい
ま
す 。
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だ
か
ら
大
陸に
もっ
と
出てい
けばい
い
の
で
は
ない
か
とい
う意
向

も
ある
よ
うで
すが 、
その
場
合
も
常に
相
手は
共
産主
義
者で
ある

とい
うこ
と
を
覚
悟し
てい
な
けれ
ばい
け
ない 。
共
産主
義を
使
命

と
し
て
やっ
てい
る
人の
中に
は 、
善
人
もい
る
で
しょ
う 。
し
か
し 、

社
会シ
ス
テム 、
国
家シス
テム
と
し
て
自
由主
義・
資
本主
義と
対

立
する
とい
う
構
造が
変わ
ら
ない
以上 、
その
辺は
油
断が
で
き
な

い
の
で
す 。

こ
うい
うきわ
め
て
常
識
的
なとこ
ろで
土
台が
ゆがん
で
し
まい

ま
すと 、
何か
友
好ム
l
ド 、
あるい
は
親善が
大
切だ
とい
うよ
う

な
情
緒
的
なム
l
ドの
中で
事が
進ん
で
問題が
起こ
る
よ
うに
な
り

ま
す 。
私は
その
意
味で
は
まだ
ア
ジ
ア
に
は
厳
然と
冷戦
構
造が
残

っ
てい
る
と
考え
ま
す 。
特に
ソ
速が
崩
壊し
た
あと
は 、
中
国は
そ

の
空
白を
埋
め
る
かの
よ
うに 、
そ
し
て
中
華人
民
共
和
国
自
身が
も

っ
てい
る
戦
略
的
体
質と 、
あの
得もい
えぬ
事
大
主
義 、
自
国
中心

主
義は 、
二
十一
世
紀の
世
界で
は
非
常に
やっ
かい
な
問題
を
提
起

するの
で
は
ない
か
と
思い
ま
す 。

従い
ま
し
て 、
最
近の
状
況を
見てい
る
と 、
一
方で
は 、
米中
関

係で
ある
と
か 、
日
中
友好で
ある
と
か 、
ア
ジ
ア・
太
平
洋
経
済協

力
閣
僚
会
議
（A
P
E
C）
で
ある
と
か 、
太
平
洋
地
域
にい
ろい
ろ

手を
差
し
伸べ
て
はい
ます
けれ
ど 、
やは
り
我々
と
し
て
は 、
ユ
ー

ラシ
ア
大
陸の
内
部で
プ
l

チン
さん
と
江
沢
民さん
が
しょっ
ちゅ

う
会っ
て 、
い
ろい
ろ
な
画
策を
し
てい
るこ
と
を
忘れ
て
はい
け
ま

せ
ん 。
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